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文
学
の
方
法
論
的
研
究
が
、
近
頃
や
う
や
く
一
部
の
人
々
の
注
意
を
、
惹

く
や
う
に
な
つ
て
来
た
。
こ
の
こ
と
は
相
当
長
期
に
亘
る
停
滞
時
代
を
経
て

き
た
文
学
批
評
界
に
、
恐
ら
く
劃
時
代
的
の
活
発
な
論
議
を
ま
き
起
す
や
う

に
な
る
だ
ら
う
。
片
上
伸
氏
は
、
既
に
二
回
ま
で
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論

議
さ
れ
た
。
私
は
ま
だ
遺
憾
な
が
ら
同
氏
の
論
文
を
読
ん
で
ゐ
な
い
が
、
伝

へ
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
同
氏
の
論
文
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
、
即
ち
弁
証

法
的
唯
物
論
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
、
堂
々
た
る
述
作
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。

　
私
も
「
社
会
問
題
講
座
」
の
一
講
座
で
、
簡
単
に
こ
の
問
題
を
論
じ
た
こ

と
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
を
言
へ
ば
、
私
は
、
こ
の
問
題
で
独
自
の
体
系
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を
述
べ
る
や
う
な
程
度
の
研
究
は
ま
だ
積
ん
で
ゐ
な
い
し
、
従
つ
て
、
何
等

自
信
の
な
い
研
究
を
急
い
で
発
表
す
る
こ
と
は
躊
躇
す
る
。
私
は
た
ゞ
、
種

々
の
理
由
に
よ
り
て
、
文
芸
作
品
は
科
学
的
研
究
の
対
象
に
な
り
得
る
も
の

で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
文
芸
学
（Literaturw

issenschaft, Scie

nce of Literature
）
な
る
も
の
が
存
在
し
得
る
こ
と
、
そ
し
て
、
さ
う
い
ふ

方
面
へ
の
研
究
が
、
今
後
の
文
芸
批
評
家
の
重
要
な
一
つ
の
任
務
で
あ
る
こ

と
を
信
ず
る
の
み
で
あ
る
。

　
文
芸
作
品
を
享
楽
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
の
み
が
批
評
家
の
任
務
で
あ
る
と

考
へ
る
人
は
、
園
芸
家
の
ほ
か
に
植
物
学
者
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
人
で
あ

る
。
否
園
芸
家
に
で
も
、
通
俗
な
植
物
学
の
知
識
は
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が

な
け
れ
ば
花
を
た
の
し
む
こ
と
す
ら
十
分
に
で
き
は
し
な
い
。
花
が
植
物
の
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生
殖
の
器
官
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
ゝ
め
に
花
の
美
し
さ
は
減
殺
さ
れ
る
ど

こ
ろ
で
は
な
く
て
、
却
つ
て
、
そ
こ
に
造
花
の
至
妙
を
私
た
ち
は
感
得
し
て

驚
歎
す
る
で
あ
ら
う
。

　
ハ
ク
ス
レ
ー
が
、
ア
ル
プ
ス
山
は
地
殻
の
冷
却
に
よ
る
収
縮
に
よ
り
て
生

じ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
地
質
学
の
真
理
は
、
ア
ル
プ
ス
山
に
対
す
る
登
山

者
の
崇
高
の
念
を
少
し
も
減
殺
す
る
も
の
で
な
い
と
言
つ
た
の
は
至
言
で
あ

る
。

　
文
学
に
就
い
て
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
私
た
ち
は
、
文
学
作
品
を
享

楽
し
、
鑑
賞
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
そ
れ
が
発
生
す
る
根

拠
、
そ
れ
が
進
化
し
て
ゆ
く
様
態
を
、
科
学
的
に
研
究
し
、
理
解
し
よ
う
と

努
力
す
る
こ
と
も
決
し
て
排
斥
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
そ
の
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方
が
重
要
な
位
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
で
は
、
さ
う
い
ふ
方
面
の
研
究
に

一
歩
で
も
は
い
ら
う
と
す
る
と
、
彼
れ
は
文
学
が
わ
か
ら
な
い
の
だ
と
き
め

ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
勿
論
鑑
賞
的
批
評
も
重
要
で
あ
る
し
、
そ
れ
も
今
の
日
本
に
は
か
け
て
ゐ

る
。
私
は
、
み
だ
り
に
過
去
を
追
慕
す
る
人
に
は
く
み
し
な
い
。
過
去
は
、

個
人
に
つ
い
て
言
つ
て
も
、
ど
ん
な
に
苦
し
い
、
醜
い
過
去
で
も
、
た
ゞ
過

去
で
あ
る
が
た
め
に
な
つ
か
し
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
を
考
へ
る
場
合

ほ
ど
、
私
た
ち
に
冷
静
な
厳
正
な
判
断
の
必
要
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ

に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
私
は
、
最
近
の
批
評
が
一
向
進
歩
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ

説
、
む
し
ろ
退
歩
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
説
に
は
一
面
の
真
理
が
あ
る
こ
と
を
否

定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
ゝ
で
は
、
私
は
専
ら
、
文
学
の
方
法
論
的
研
究
に
注
目
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。
そ
し
て
過
去
の
人
た
ち
が
、
こ
の
方
面
で
ど
れ
だ
け
の
業
績
を
の
こ

し
た
か
を
見
逃
さ
な
い
た
め
に
、
こ
の
方
面
に
於
け
る
最
も
偉
大
な
る
一
人

で
あ
る
、
エ
ミ
イ
ル
・
ゾ
ラ
の
説
を
紹
介
し
よ
う
と
思
ふ
。
そ
れ
は
、
近
代

の
文
学
研
究
の
方
法
に
決
定
的
な
基
礎
を
与
へ
た
も
の
は
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム

で
あ
る
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
の
文
学
理
論
は
、
日
本
に
は
、

ま
だ
ま
と
ま
つ
て
紹
介
さ
れ
て
ゐ
な
い
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、

ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
の
本
質
に
触
れ
な
い
で
、
た
ゞ
そ
の
外
貌
だ
け
を
眺
め
て

通
つ
て
来
た
観
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
に
述
べ
る
と
こ
ろ
の
ゾ
ラ
の
説

は
、
今
で
は
私
た
ち
を
全
く
説
得
す
る
に
足
る
力
を
も
つ
て
い
な
い
で
あ
ら

う
。
（
さ
う
で
な
い
な
ら
ば
私
た
ち
の
恥
辱
で
あ
る
！
）
け
れ
ど
も
、
極
め

7



て
イ
ー
ジ
ー
に
ナ
チ
ユ
ラ
リ
ズ
ム
を
卒
業
し
て
来
た
と
考
へ
て
ゐ
る
人
た
ち

の
考
へ
る
程
、
そ
れ
は
鎧
袖
一
触
の
値
し
か
な
い
も
の
だ
ら
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
エ
ミ
イ
ル
・
ゾ
ラ
は
、
有
名
な
「
実
験
小
説
論
」
の
冒
頭
で
次
の
や
う
に

こ
と
は
つ
て
ゐ
る
。

　
『
実
験
方
法
な
る
も
の
は
、
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
に
よ
り
て
、
「
実

　
験
医
学
研
究
序
論
」
の
中
で
、
し
つ
か
り
と
、
且
つ
驚
く
ほ
ど
は
つ
き
り

　
と
確
立
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
私
は
こ
ゝ
で
は
た
ゞ
そ
れ
を
応
用
し
さ

　
へ
す
れ
ば
よ
い
の
だ
。
こ
の
決
定
的
な
権
威
あ
る
学
者
の
著
書
が
、
私
の

8エミイル・ゾラの文学方法論



　
議
論
の
堅
牢
な
基
礎
に
な
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
の
だ
。
こ
の
書
物
の
中
に
は

　
凡
て
の
問
題
が
取
り
扱
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
、
私
は
、
た
ゞ
そ
の
中
か
ら
必

　
要
な
る
部
分
を
抜
粋
し
て
、
そ
れ
を
否
む
能
は
ざ
る
論
拠
と
し
て
ゆ
け
ば

　
よ
い
の
だ
…
…
大
抵
の
場
合
に
、
こ
の
書
物
に
つ
か
つ
て
あ
る
「
医
学
者
」

　
と
言
ふ
言
葉
を
「
小
説
家
」
と
言
ふ
言
葉
に
か
へ
さ
へ
す
れ
ば
私
の
考
へ

　
を
は
つ
き
り
さ
し
て
、
そ
れ
に
科
学
的
真
理
の
も
つ
厳
密
性
を
与
へ
る
こ

　
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
』

　
し
か
ら
ば
、
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
は
、
『
実
験
医
学
研
究
序
論
』
に

於
て
ど
ん
な
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
と
、
彼
は
、
当
時
ま

で
、
一
の
技
術
で
あ
る
と
思
は
れ
て
ゐ
た
医
学
に
実
験
的
方
法
を
適
用
し
、

こ
れ
を
技
術
か
ら
科
学
に
か
へ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
実
験
的
方
法
は
、
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従
来
無
生
物
に
関
す
る
学
問
、
即
ち
、
物
理
学
及
び
化
学
の
研
究
に
用
ゐ
ら

れ
て
偉
大
な
る
成
果
を
あ
げ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア

ル
は
、
そ
の
方
法
は
無
生
物
の
研
究
の
み
な
ら
ず
、
生
物
の
研
究
、
即
ち
生

理
学
及
び
医
学
に
も
適
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
無
生
物

の
研
究
か
ら
生
物
の
研
究
へ
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

　
エ
ミ
イ
ル
・
ゾ
ラ
が
な
し
た
こ
と
は
、
実
験
的
方
法
の
適
用
範
囲
を
更
に

一
歩
拡
大
し
た
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
彼
自
身
は
、
そ
れ
を
次
の

如
く
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
。

　
『
若
し
実
験
的
方
法
に
よ
つ
て
肉
体
生
活
に
関
す
る
知
識
が
得
ら
れ
る
な

　
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
つ
て
情
的
及
び
知
的
生
活
の
知
識
も
得
ら
れ
る
に
相
違

　
な
い
。
化
学
か
ら
生
理
学
へ
、
生
理
学
か
ら
人
類
学
及
び
社
会
学
へ
と
進
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ん
で
ゆ
く
の
は
方
向
の
相
違
で
は
な
く
て
程
度
の
相
違
に
過
ぎ
な
い
。
而

　
し
て
そ
の
進
路
の
末
端
に
位
す
る
の
が
実
験
小
説
で
あ
る
。
』

　
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
は
如
何
な
る
論
拠
に
立
つ
て
、
無
生
物
の
研
究

に
用
ひ
ら
れ
る
実
験
的
方
法
を
生
物
の
研
究
に
ま
で
適
用
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
か
？

　
生
物
と
無
生
物
と
の
相
違
は
、
彼
に
よ
れ
ば
前
者
は
自
発
性 

〔Spontane

'ite'

〕 

を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
に
あ
る
。
無
生
物
は
、
普
通
の
外
部
的
環

境
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
生
物
体
の
各
要
素
は
所
謂
内
部
的
環

境
の
中
に
存
在
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
両
者
間
の
唯
一
の
区
別
点
で
あ
る
。
外

部
環
境
と
は
、
物
理
化
学
が
そ
の
研
究
の
対
象
と
す
る
環
境
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、
内
部
環
境
も
亦
物
理
化
学
的
性
質
を
有
し
、
そ
こ
に
起
る
生
理
現
象
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は
、
物
理
化
学
現
象
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
外
部
環
境
も
、

内
部
環
境
も
換
言
す
れ
ば
生
物
界
の
現
象
も
無
生
物
界
の
現
象
も
、
ひ
と
し

く
因
果
関
係
に
よ
り
て
決
定
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、

生
物
の
場
合
に
於
て
も
無
生
物
の
場
合
に
於
て
も
、
科
学
的
研
究
の
目
的
、

実
験
的
方
法
の
目
的
は
、
あ
る
現
象
を
生
起
せ
し
め
る
直
接
の
原
因
を
知
る

こ
と
、
即
ち
こ
の
現
象
が
お
こ
る
た
め
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
を
明
か
に

す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
験
科
学
の
目
的
は
、
物
事
が
何﹅
故﹅
起
る
か
を
知
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
如﹅
何﹅
に﹅
し﹅
て﹅
起
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
わ

け
で
、
実
験
的
方
法
は
無
生
物
の
研
究
に
の
み
限
ら
れ
た
方
法
で
は
な
く
て
、

生
物
の
研
究
に
も
用
ゐ
得
る
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
用
ふ
る
こ
と
に
よ
り
て
、

生
理
学
及
び
医
学
は
真
の
科
学
に
な
り
得
る
と
彼
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
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二

　
従
来
観
察
と
い
ふ
方
法
の
み
し
か
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
や
う
に
見
え

る
文
学
に
、
実
験
的
方
法
を
用
ふ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ら
う
か
？
　
こ
れ
が

第
一
に
起
つ
て
来
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
観
察
及
び
実
験
の
と
い
ふ

言
葉
の
意
味
を
明
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
観
察
と
は
、
自
然
に
生
起
す
る
ま
ゝ

の
現
象
を
研
究
す
る
方
法
で
あ
り
、
実
験
と
は
、
自
然
現
象
を
或
る
目
的
を

も
つ
て
変
へ
て
み
た
り
、
自
然
の
ま
ゝ
で
は
生
じ
な
い
や
う
な
事
情
或
は
条

件
の
中
で
、
そ
れ
等
の
現
象
を
起
し
て
見
て
、
そ
れ
を
研
究
す
る
方
法
で
あ

る
。
た
と
へ
ば
天
文
学
は
観
察
の
科
学
で
あ
り
、
化
学
は
実
験
科
学
で
あ
る
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が
如
く
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
実
験
方
法
と
は
、
或
る
現
象
に
関
す
る
私

た
ち
の
解
釈
、
推
理
の
真
偽
を
た
し
か
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
現
象
を
人
為

的
に
お
こ
し
て
見
て
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
解
釈
に
あ
つ
て
ゐ
る
か
否
か
を
し

ら
べ
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
科
学
研
究
は
観
察
に
よ
り
て
は
じ
ま
り
、

実
験
に
よ
り
て
完
成
さ
れ
る
と
い
ふ
関
係
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ゾ
ラ
に
よ
れ
ば
、
文
学
も
同
様
に
観
察
と
実
験
と
の
科
学
で
あ
る
。
観
察

に
よ
り
て
事
実
が
与
へ
ら
れ
る
。
出
発
点
が
与
へ
ら
れ
る
。
人
物
が
活
動
し
、

事
件
が
展
開
し
て
ゆ
く
た
め
の
確
乎
た
る
地
盤
が
与
へ
ら
れ
る
。
つ
い
で
、

人
物
を
活
動
さ
し
て
、
そ
の
作
品
に
於
て
研
究
せ
ん
と
す
る
現
象
の
因
果
関

係
が
要
求
す
る
と
ほ
り
に
事
件
が
継
起
し
て
ゆ
く
か
否
か
を
検
す
る
の
が
実

験
的
方
法
で
あ
る
。
ゾ
ラ
は
、
こ
の
関
係
を
説
明
す
る
た
め
に
、
バ
ル
ザ
ツ
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ク
の
「
ク
ー
ジ
ー
ヌ
・
ベ
ツ
ト
」
を
例
に
と
つ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
小
説
と
い

ふ
も
の
は
、
人
間
を
一
定
の
個
人
的
及
び
社
会
的
環
境
に
お
い
て
実
験
し
た

実
験
報
告
書
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
勿
論
、
実
験
小
説
が
人
間
に
つ
い
て
研
究
し
た
結
果
は
、
物
理
学
、
化
学

等
の
や
う
な
精
確
さ
を
も
つ
て
は
ゐ
な
い
。
生
理
学
ほ
ど
の
精
確
さ
を
す
ら

も
つ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
、
こ
ゝ
で
は
研
究
の
結
果
を
論
ず
る
の
で
は
な
く

て
研
究
の
方
法
を
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
実
験
小
説
が
、
他
の
先
進
科
学

に
比
し
て
幼
稚
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
生
れ
て
か
ら
間
も
な
い
た
め
に
過
ぎ

な
い
。
即
ち
実
験
小
説
家
が
人
間
を
研
究
す
る
方
法
に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
で

な
く
て
、
研
究
の
日
が
浅
い
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル

が
「
実
験
科
学
者
は
自
然
の
予
審
判
事
で
あ
る
」
と
言
つ
た
に
対
し
、
ゾ
ラ
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は
「
吾
々
小
説
家
は
人
間
の
予
審
判
事
で
あ
る
」
と
言
つ
て
ゐ
る
。
両
者
の

研
究
方
法
は
全
く
同
じ
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
方
法
に
対
し
て
次
の
如
く
批
難
す
る
も
の
が
あ
る
。
「
自
然
主
義
の

小
説
家
は
専
ら
人
間
の
写
真
を
撮
影
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
だ
！
　
然
る
に

こ
の
写
真
は
到
底
精
密
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
芸
術
作
品
を
つ
く
る
た

め
に
は
、
ど
う
し
て
も
事
実
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
！
』

　
と
こ
ろ
が
、
ゾ
ラ
に
よ
れ
ば
、
実
験
的
方
法
を
小
説
に
導
入
す
る
こ
と
に

よ
つ
て
、
か
や
う
な
他
愛
も
な
い
批
難
は
根
拠
を
失
つ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

実
験
小
説
家
は
成
る
ほ
ど
あ
り
の
ま
ゝ
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
。
け
れ
ど
も

た
ゞ
事
実
を
観
察
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
そ
の
事
実
の  

機    

構  

メ
カ
ニ
ズ
ム

を
示
す

た
め
に
、
さ
ま
／
″
＼
な
現
象
を
起
し
て
見
る
。
そ
し
て
こ
の
現
象
を
吟
味
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す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
う
写
真
で
は
な
く
て
、
そ
こ
に
は
吾
々
の
創
意

が
加
は
つ
て
ゐ
る
。
吾
々
は
小
説
に
実
験
的
方
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り

て
、
自
然
の
外
に
出
る
こ
と
な
く
し
て
、
自
然
を
変
更
す
る
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
、
或
る
事
実
を
観
察
す
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
意
想
イ
デ
ー
が
生
れ
て

来
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
想
が
真
で
あ
る
か
否
か
を
疑
問
と
す
る
や
う
に
な

る
。
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
懐
疑
者
こ
そ
真
の
科
学
者
な
の

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
懐
疑
者
は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
、
自
分
の
解
釈

に
つ
い
て
は
疑
ひ
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
絶
対
的
原
理
、
即
ち
、
現
象

の  

決  

定  

性  

デ
テ
ル
ミ
ニ
ス
ム

を
か
た
く
信
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
を
信
じ
な
い
で
は
、
疑
問
も

起
り
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
こ
の
意
想
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
懐

疑
、
並
び
に
そ
れ
を
た
し
か
め
る
た
め
の
実
験
の
し
か
た
等
は
、
全
く
個
人
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的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
芸
術
家
の
創
意
の
余
地
が
十
分
に
存
す
る
の

で
あ
る
。
芸
術
家
は
決
し
て
写
真
師
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
が
、
生
命
現
象
の
研
究
に
実
験
的
方
法
を
適
用

す
る
必
要
を
主
張
す
る
と
、
こ
れ
に
反
対
の
生
気
論
者

ヴ
イ
タ
リ
ス
ト
は
、
ク
ロ
オ
ド
・
ベ

ル
ナ
ア
ル
の
一
派
を
唯
物
論
者
で
あ
る
と
批
難
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ク
ロ

オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
は
次
の
や
う
に
反
駁
し
て
ゐ
る
。

　
『
生
気
論
者
た
ち
は
、
生
命
と
い
ふ
も
の
を
、
何
物
に
も
決
定
さ
れ
な
い

　
で
、
自
由
自
在
に
は
た
ら
い
て
ゐ
る
神
秘
的
な
、
超
自
然
的
な
一
種
の
力
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で
あ
る
と
考
へ
、
生
命
現
象
を
一
定
の
有
機
的
及
び
理
化
学
的
条
件
に
む

　
す
び
つ
け
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
人
々
を
唯
物
論
者
だ
と
批
難
し
て
ゐ
る
。

　
こ
れ
は
謬
つ
た
考
へ
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
旦
そ
れ
に
と
り
つ
か
れ
る
と

　
容
易
に
そ
れ
を
根
絶
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
た
ゞ
科
学
の
進
歩
の
み
が
か
ゝ

　
る
謬
想
を
消
滅
さ
せ
る
で
あ
ら
う
。
』

　
然
ら
ば
科
学
の
進
歩
は
私
た
ち
に
何
を
示
し
た
で
あ
ら
う
か
？
　
ゾ
ラ
は
、

こ
れ
を
、 

椽
大
の
筆
を
ふ
る
つ
て
次
の
如
く
要
約
し
て
ゐ
る
。

　
『
前
世
紀
（
十
八
世
紀
を
さ
す
）
に
於
て
、
実
験
的
方
法
の
正
確
な
る
応

　
用
に
よ
り
て
、
化
学
及
び
物
理
学
が
生
れ
、
こ
の
方
面
に
於
て
は
、
不
合

　
理
な
超
自
然
的
な
説
は
影
を
ひ
そ
め
た
。
分
析
の
お
か
げ
に
よ
り
て
、
物

　
理
化
学
的
現
象
に
は
一
定
の
法
則
が
あ
る
こ
と
が
発
見
さ
れ
、
様
々
な
現
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象
が
明
か
に
さ
れ
た
。
つ
い
で
新
し
い
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
た
。
今
尚
ほ

　
生
気
論
者
た
ち
が
神
秘
的
な
力
を
認
め
て
ゐ
る
生
物
体
も
亦
、
物
質
の
一

　
般
的
機
構
に
よ
り
て
説
明
さ
れ
、
そ
れ
に
還
元
せ
し
め
ら
れ
た
。
科
学
は
、

　
生
物
体
に
於
て
も
無
生
物
体
に
於
て
も
、
一
切
の
現
象
の
存
在
条
件
は
同

　
じ
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
、
そ
れ
に
よ
り
て
、
生
理
学
は
徐
々
に
、
化
学

　
や
物
理
学
の
や
う
な
確
実
性
を
帯
び
て
来
た
。
し
か
し
そ
れ
で
、
進
歩
は

　
停
止
し
た
ゞ
ら
う
か
？
　
決
し
て
さ
う
で
は
な
い
。
人
間
の
肉
体
の
機
構

　
が
わ
か
つ
て
来
る
と
、
今
度
は
、
人
間
の
情
的
及
び
知
的
の
は
た
ら
き
に

　
移
つ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
さ
う
な
つ
て
来
る
と
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
ま

　
で
哲
学
及
び
文
学
に
属
し
て
ゐ
た
領
域
に
は
い
つ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
、

　
科
学
に
よ
り
て
、
哲
学
者
や
文
学
者
の
臆
測
が
決
定
的
に
征
服
さ
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
今
日
私
た
ち
は
実
験
物
理
学
及
び
実
験
化
学
を
有
し
て
ゐ
る
。

　
そ
の
う
ち
に
私
た
ち
は
実
験
生
理
学
を
有
す
る
や
う
に
な
り
、
更
に
進
ん

　
で
実
験
小
説
を
有
す
る
や
う
に
な
る
で
あ
ら
う
。
凡
て
が
関
連
し
て
ゐ
る

　
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
生
物
体
の
決
定
性
を
知
る
た
め
に
は
、
無
生
物

　
体
の
決
定
性
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
而
し
て
、
今
や
、

　
ク
ロ
オ
ド
・
ベ
ル
ナ
ア
ル
の
や
う
な
学
者
が
、
人
体
に
も
一
定
の
法
則
が

　
は
た
ら
い
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
私
た
ち
は
、

　
こ
の
次
に
は
思
想
及
び
感
情
の
法
則
が
つ
く
ら
れ
る
や
う
に
な
る
だ
ろ
う

　
と
断
言
し
て
も
、
謬
る
お
そ
れ
は
な
い
の
で
あ
る
。
道
端
の
石
に
も
人
間

　
の
脳
髄
に
も
同
様
の
決
定
性
が
は
た
ら
い
て
ゐ
る
筈
な
の
で
あ
る
。
』

　
こ
の
時
に
は
、
ゾ
ラ
に
よ
れ
ば
、
小
説
家
は
科
学
者
と
な
り
、
小
説
家
の
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な
す
べ
き
仕
事
は
、
人
間
の
個
人
的
及
び
社
会
的
生
活
を
分
析
す
る
こ
と
に

な
つ
て
来
る
。
生
理
学
者
が
物
理
学
者
や
化
学
者
の
仕
事
を
継
承
し
て
来
た

や
う
に
、
小
説
家
は
生
理
学
者
の
仕
事
を
継
承
し
て
、
観
察
と
実
験
と
を
し

て
ゆ
く
や
う
に
な
る
。
小
説
家
は
一
種
の
心
理
学
を
つ
く
つ
て
生
理
学
を
補

つ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
而
し
て
、
小
説
家
が
人
間
の
性
質
を
研
究
す
る
道
具

は
実
験
的
方
法
な
の
で
あ
る
。
科
学
的
研
究
、
実
験
的
推
理
に
よ
り
て
、
理

想
主
義
者
の
臆
測
は
次
々
に
征
服
さ
れ
、
純
然
た
る
想
像
に
よ
り
て
つ
く
ら

れ
た
小
説
は
、
観
察
と
実
験
と
の
小
説
に
代
つ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
と
は
言
へ
、
人
間
の
科
学
、
即
ち
実
験
小
説
は
、
ま
だ
法
則
を
う
ち
た
て

る
や
う
な
域
に
は
達
し
て
ゐ
な
い
。
た
ゞ
私
た
ち
に
言
ひ
得
る
こ
と
は
、
人

間
界
の
凡
ゆ
る
現
象
は
絶
対
的
決
定
性
を
も
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
に
過
ぎ
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な
い
の
で
あ
る
。
凡
そ
科
学
完
成
の
程
度
は
、
そ
の
科
学
が
と
り
あ
つ
か
ふ

対
象
の
複
雑
さ
に
逆
比
例
し
て
ゐ
る
。
物
理
学
及
び
化
学
の
対
象
は
最
も
単

純
な
現
象
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
等
の
科
学
は
最
も
厳
密
な
法
則
科
学
と

な
つ
て
ゐ
る
。
生
理
学
に
な
る
と
、
そ
の
複
雑
さ
が
遥
か
に
増
し
て
来
る
。

従
つ
て
こ
の
科
学
の
発
達
は
ま
だ
比
較
的
幼
稚
で
あ
る
。
最
後
に
人
間
の
精

神
生
活
の
科
学
即
ち
実
験
小
説
の
取
り
扱
ふ
対
象
に
至
つ
て
は
、
そ
の
複
雑

さ
が
更
に
一
層
甚
だ
し
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
科
学
（
小
説
）
は
ま
だ
法
則

を
云
々
す
る
域
に
す
ら
も
達
し
て
居
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
人
間
科
学
が
幼
稚
で

あ
る
の
は
方
法
の
罪
で
な
く
、
対
象
が
複
雑
な
た
め
で
あ
る
。

　
エ
ミ
イ
ル
・
ゾ
ラ
は
、
実
験
小
説
の
神
髄
を
次
の
如
く
要
約
し
て
ゐ
る
。

　
　
『
先
づ
、
生
理
学
が
教
へ
る
や
う
に
、
遺
伝
、
環
境
等
に
よ
り
て
、
人
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間
の
精
神
生
活
の
機
構
を
説
明
し
、
つ
い
で
、
こ
の
人
間
を
生
理
学
者
の

　
手
か
ら
引
離
し
て
、
社
会
的
環
境
の
中
に
お
い
て
見
る
。
こ
の
社
会
的
環

　
境
な
る
も
の
は
、
人
間
自
ら
が
つ
く
つ
た
も
の
で
あ
り
、
人
間
が
毎
日
変

　
へ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
あ
り
て
人
間
自
ら
亦
絶
え
ず
変
化
し

　
て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
』

　
ゾ
ラ
の
言
は
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
一
言
で
言
ふ
な
ら
ば
、
小
説
家
は
、
生

物
学
と
社
会
学
と
の
両
方
面
か
ら
人
間
を
研
究
す
る
科
学
者
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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以
上
は
実
験
小
説
（
自
然
主
義
小
説
）
の
純
論
理
的
根
拠
で
あ
る
。
実
験

小
説
は
も
つ
と
実
際
生
活
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
役
割
、
ゾ
ラ
の
言
葉
に

よ
れ
ば
道
徳
的
役
割 

〔ro^le m
oral

〕 

を
も
つ
て
ゐ
な
い
だ
ら
う
か
？

　
若
し
、
生
物
学
及
び
医
学
が
十
分
に
発
達
し
た
な
ら
ば
、
医
師
は
疾
病
の

原
因
を
す
つ
か
り
知
り
つ
く
し
て
患
者
を
完
全
に
治
癒
し
得
る
や
う
に
な
る

で
あ
ら
う
。
人
間
は
完
全
に
自
然
を
征
服
し
て
、
そ
の
法
則
を
利
用
し
得
る

や
う
に
な
る
だ
ら
う
。
か
ゝ
る
状
態
は
、
今
日
の
科
学
者
が
夢
想
と
す
る
と

こ
ろ
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ほ
ど
高
貴
な
、
こ
れ
ほ
ど
高
尚
な
、
こ
れ
程
偉
大
な

目
的
は
又
と
あ
る
ま
い
。

　
実
験
小
説
家
の
夢
想
す
る
と
こ
ろ
も
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
小
説
家
の
目

的
も
科
学
者
の
目
的
と
同
じ
で
あ
つ
て
、
一
定
の
社
会
環
境
に
於
て
、
人
間
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の
知
的
、
情
的
生
活
が
ど
う
な
る
か
を
、
実
験
的
に
示
す
こ
と
に
あ
る
。
若

し
、
他
日
こ
れ
が
、
法
則
的
に
正
確
に
知
悉
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
た
な
ら
ば
、

個
人
及
び
環
境
を
変
へ
る
こ
と
に
よ
り
て
よ
り
よ
き
社
会
状
態
に
達
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
く
高
貴
に
し
て
、
か
く
の
如
く
応
用
の

広
汎
な
仕
事
は
ま
た
と
あ
る
ま
い
。

　
『
善
悪
を
知
悉
し
、
人
生
、
社
会
を
統
制
し
、
遂
に
は
社
会
主
義
の
全
問

　
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
り
て
確
乎
た
る
正
義
の
基
礎
を
す
ゑ
つ
け
る
こ

　
と
、
人
間
の
一
切
の
事
業
の
う
ち
で
、
こ
れ
ほ
ど
有
益
で
、
こ
れ
ほ
ど
道

　
徳
的
な
事
業
が
又
と
あ
る
だ
ら
う
か
？
』

　
実
験
小
説
家
の
役
割
は
、
こ
れ
を
理
想
主
義
小
説
家
と
比
較
す
る
こ
と
に

よ
り
て
一
層
鮮
明
と
な
る
。
こ
ゝ
で
理
想
主
義
小
説
家
と
い
ふ
の
は
、
観
察
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と
実
験
と
を
無
視
し
て
、
超
自
然
的
な
、
不
合
理
な
も
の
に
そ
の
作
品
の
基

礎
を
お
き
、
現
象
の
決
定
性
を
逸
脱
し
た
、
神
秘
的
な
力
を
ゆ
る
す
作
家
の

こ
と
で
あ
る
。

　
実
験
小
説
家
の
真
の
任
務
は
、
既
知
の
事
柄
か
ら
出
発
し
て
未
知
の
事
柄

を
探
り
求
め
自
然
を
科
学
的
に
知
悉
す
る
こ
と
で
あ
る
。
理
想
主
義
小
説
家

は
、
未
知
な
も
の
は
既
知
の
も
の
よ
り
美
し
く
尊
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
馬

鹿
げ
た
口
実
の
も
と
に
未
知
な
も
の
に
甘
ん
じ
て
ゐ
る
。
自
然
主
義
小
説
家

は
、
如
何
な
る
も
の
に
も
観
察
と
実
験
と
を
用
ふ
る
が
、
理
想
主
義
小
説
家

は
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
神
秘
力
を
み
と
め
、
未
知
の
中
に
、
法
則
の

外
に
安
住
し
よ
う
と
す
る
。
も
と
よ
り 
理  
想 
イ
デ
ア
ル

を
念
と
す
る
も
の
を
理
想
主

義
者
と
呼
ぶ
な
ら
、
実
験
小
説
家
も
亦
理
想
主
義
者
で
あ
る
。
た
ゞ
こ
ゝ
で
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は
未
知
の
世
界
を
よ
ろ
こ
ん
で
、
そ
こ
へ
逃
避
せ
ん
と
す
る
者
の
み
を
理
想

主
義
者
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
現
象
の
決
定
性
を
認
め
な
い
も
の
を
理
想
主
義

者
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
実
験
小
説
家
を
宿
命
論
者
で
あ
る
と
批
難
す
る
も
の
も
あ
る
。
実
験
小
説

家
は
、
人
間
を
、
運
命
の
鞭
の
下
に
動
い
て
ゆ
く
家
畜
の
群
に
ひ
き
さ
げ
る

も
の
で
あ
る
と
批
難
す
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
ゾ
ラ
に
よ
れ
ば
実

験
小
説
家
は
決
定
論
者
で
は
あ
る
が
、
宿
命
論
者
で
は
な
い
。
な
る
程
、
実

験
小
説
家
は
自
然
法
則
の
外
へ
は
出
な
い
。
自
然
法
則
の
中
に
あ
り
て
現
象

の
生
起
す
る
条
件
を
さ
ぐ
る
。
け
れ
ど
も
彼
等
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼

等
は
現
象
の
決
定
性
を
変
更
す
る
。
例
へ
ば
環
境
に
向
つ
て
は
た
ら
き
か
け
、

こ
の
環
境
を
か
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
と
無
知
と
が
同
義
語
で
な
い
や
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う
に
、
自
然
法
則
を
知
り
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
盲
従
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宿
命
論
と
決
定
論
と
は
全
く
別
の
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　
　
　
　
　
　
×
　
　

　
　
　
　
　
×

　
エ
ミ
イ
ル
・
ゾ
ラ
は
こ
ゝ
で
主
と
し
て
小
説
に
つ
い
て
論
じ
て
ゐ
る
。
彼

は
文
学
の
他
の
品
種
に
つ
い
て
ど
う
考
へ
て
ゐ
た
ゞ
ら
う
か
？
　
彼
は
こ
の

論
文
の
最
後
で
次
の
や
う
に
言
つ
て
ゐ
る
。

　
『
私
は
実
験
小
説
に
つ
い
て
し
か
論
じ
な
か
つ
た
が
、
実
験
的
方
法
は
、

　
史
学
及
び
批
評
を
征
服
し
、
や
が
て
、
劇
及
び
詩
を
さ
へ
も
征
服
す
る
で

　
あ
ら
う
と
か
た
く
信
じ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
避
く
べ
か
ら
ざ
る
進
化
で
あ
る
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。
』

　
さ
て
、
私
は
、
ゾ
ラ
の
方
法
論
を
詳
細
に
批
評
す
る
つ
も
り
で
、
こ
の
紹

介
に
と
り
か
ゝ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
限
ら
れ
た
紙
数
と
時
間
と
の
た
め
に
、

批
評
ど
こ
ろ
か
、
彼
の
説
を
伝
へ
る
こ
と
す
ら
も
、
甚
だ
不
十
分
に
し
か
で

き
な
か
つ
た
。
い
づ
れ
機
を
見
て
不
備
な
点
を
補
ふ
と
同
時
に
、
ゾ
ラ
の
文

学
論
に
含
ま
れ
た
る
偉
大
な
功
績
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
批
判
と
を
述
べ

て
見
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
大
正
十
五
年
十
月
「
新
潮
」
｝
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の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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